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―
こ
の
時
期
に

「悪
の
指
導
者
」
に

つ
い
て
書
い
た
理
由
は
。

「民
主
主
義
の
下
で
選
挙
と
い
う
合

法
的
な
手
段
を
と

っ
て
い
る
が
、
結
果

は
平
等
で
な
く
独
裁
に
導
か
れ
る
こ
と

が
あ
る
。
あ
る
い
は
実
質
上
民
主
主
義

的
と
は
言
え
な
い
よ
う
な
操
作
さ
れ
た

選
挙
に
よ
り
生
ま
れ
た
リ
ー
ダ
ー
も
存

在
す
る
。
そ
の
よ
う
な
独
裁
者
ら
が
２

０
１
６
年
か
ら
Ｗ
年
に
か
け
国
際
政
治

に
影
響
を
与
え
た
。

１８
年
も
ロ
シ
ア
の

大
統
領
選
な
ど
そ
の
動
き
は
続
く
。
こ

の
機
会
に
政
治
と
独
裁
、
民
主
主
義
と

独
裁
に
つ
い
て
議
論
し
て
み
た
い
と
思

っ
た
」

―
過
去
ヒ
ト
ラ
ー
や
ム
ソ
リ
ー
ニ
ら

独
裁
者
が
同
時
期
に
現
れ
ま
し
た
。

「独
裁
者
と
い
つ
て
も
い
ろ
い
ろ
類

型
が
あ
る
。
ヒ
ト
ラ
ー
な
ど
は
あ
る
政

党
の
特
殊
な
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
下
で
熱

狂
的
に
人
々
の
意
識
を
変
え
て

い

っ

た
。
今
の
北
朝
鮮
は
そ
れ
に
近
い
が
、

米
国
の
ト
ラ
ン
プ
大
統
領
や
ロ
シ
ア
の

プ
ー
チ
ン
大
統
領
は
異
な
る
。
米
国
の

歴
史
学
者
ハ
ル
ガ
ル
テ
ン
は
著
書
で
カ

エ
サ
ル
や
ス
ッ
ラ
、
ク
ロ
ム
ウ

ェ
ル
、

レ
ー
ニ
ン
、
ス
タ
ー
リ
ン
、毛
沢
東
な
ど

を
扱
い
、
疑
似
革
命
独
裁
、
革
命
独
裁
、

反
革
命
独
裁
な
ど
類
型
化
し
て
い
る
」

―
独
裁
者
を
生
み
出
す
要
因
は
。

「ヒ
ト
ラ
ー
ら
の
場
合
は
大
戦
の
敗

北
に
よ
る
賠
償
金
支
払
い
、
国
民
生
活

の
窮
乏
と
マ
ル
ク
の
暴
落
、
大
恐
慌
な

ど
が
影
響
し
、　
一
種
の
ポ
ピ

ュ
リ
ズ
ム

現
象
が
生
じ
た
。
人
道
的
、
道
徳
的
、

政
治
的
に
可
能
か
ど
う
か
に
か
か
わ
ら

ず

『
救
済
』
に
説
得
力
を
も

っ
た
考
え

方
が
ヒ
ト
ラ
ー
や
ム
ソ
リ
ー
エ
の
権
力

の
基
盤
を
押
し
上
げ
た
。
時
代
や
背
景

は
違
う
が
、
ト
ラ
ン
プ
大
統
領
や
ト
ル

コ
の
エ
ル
ド
ア
ン
大
統
領
な
ど
も
現
代

の
社
会
で
自
国
フ
ァ
ー
ス
ト
、
雇
用
間

題
を
重
視
し
て
お
り
、
市
民
の
期
待
を

担

っ
て
登
場
し
た
。
そ
う
い
っ
た
タ
イ

プ
の
政
治
が
独
裁
者
を
生
み
出
す
」
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一

―
独
裁
者
は
戦
争
を
引
き
起
こ
す
き

っ
か
け
に
な
り
う
る
の
で
し
ょ
う
か
。

「独
裁
者
が
出
た
か
ら
戦
争
が
起
こ

る
と
い
っ
た
単
純
な
問
題
で
は
な
い
。

独
裁
者
の
有
無
に
か
か
わ
ら
ず
、
国
と

国
と
の
関
係
は
い
ろ
い
ろ
な
摩
擦
や
衝

突
が
あ
り
う
る
し
、
絶
え
ず
他
国
に
対

し
て
自
分
の
利
益
を
主
張
す
る
も
の

だ
。
日
本
人
は
中
国
を
平
和
国
家
だ
と

思

っ
て
い
る
な
ど
認
識
が
甘
く
、
事
実

を
突
き
つ
け
ら
れ
な
い
と
動
か
な
い
の

が
現
状
だ
。
ま
た
、
政
治
家
が
本
来
持

つ
べ
き
洞
察
力
や
予
見
力
を
欠
い
て
い

る
。
我
々
の
意
思
と
は
無
関
係
に
動
く

歴
史
と
向
か
い
合

っ
て
い
く
こ
と
、
日

本
は
独
裁
者
と
ど
う
立
ち
向
か

っ
て
い

く
か
と
い
う
こ
と
を
考
え
て
ほ
し
い
と

い
う
の
も
本
書
の
目
的
だ
」

弓
戦
多
と
平
和
』
は
永
遠
の
問
題
で
、

プ
ラ
ト
ン
や
孔
子
も
平
和
論
を
考
え
て

い
る
。
た
だ
、
平
和
を
守
る
に
は
何
ら
か

の
守
る
た
め
の
機
能
と
し
て
の
力
が
必

要
。
日
本
で
は
平
和
憲
法
を
名
乗

っ
て

い
れ
ば
戦
争
は
起
き
な
い
と
主
張
す
る

人
も
い
る
が
そ
れ
は
幻
想
。
平
和
の
実

現
に
は
、
国
防
や
安
全
保
障
に
つ
い
て

も
し

っ
か
り
考
え
る
必
要
が
あ
る
」

―

「悪
の
指
導
者
」
の
「悪
」
と
は
。

「日
本
史
で
は

『
悪
左
府

（藤
原
頼

長
）
』
や

『
悪
源
太

（源
義
平
）
』
な

ど
人
に
害
を
あ
た
え
る
ほ
ど
強
い
こ
と

を

『
悪
』
と
呼
ん
だ
が
、
彼
ら
は
共
通

し
て
強
い
決
心
の
持
ち
主
だ
。
中
国
故

事
に
は
大
き
な
目
標
の
た
め
に
は
親
を

も
犠
牲
に
す
る

『
大
義
親
を
滅
す
』
と

あ
る
。
政
治
家
は
△
恐
で
人
々
に
悲
劇

を
も
た
ら
す
か
、
小
悪
で
問
題
を
解
決

す
る
こ
と
で
人
々
を
救
う
か
判
断
し
な

け
れ
ば
な
ら
ず
、
民
主
主
義
に
お
い
て

は
後
者
に
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
と
本
書

で
は
主
張
し
た
か

っ
た
」

（横
浜

。
増
田
晴
香
）
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